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あなたの街に、きっといる !
大阪のプロ農家
「農の匠

た く み

」
　
優
れ
た
農
業
経
営
を
行
っ
て
い

る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
青

年
農
業
者
の
育
成
や
食
育
活
動
に

積
極
的
で
、
地
域
農
業
の
リ
ー

ダ
ー
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
農
業

者
を
、
大
阪
府
知
事
が「
農
の
匠
」

と
し
て
認
定
す
る
制
度
で
す
。

　
主
な
活
動
と
し
て
は
、
農
業
を

身
近
に
感
じ
る
活
動
の
展
開
と
し

て
、
職
業
体
験
の
受
け
入
れ
や
地

域
食
材
を
使
っ
た
料
理
の
紹
介
。

ま
た
、
す
ば
ら
し
い
大
阪
の
農
業

を
引
き
継
い
で
ほ
し
い
と
の
思
い

か
ら
、
若
い
農
業
者
な
ど
へ
の
助

言
指
導
と
し
て
新
規
就
農
者
に
栽

培
技
術
を
伝
授
し
た
り
、
農
業
大

学
校
生
に
技
術
指
導
、
企
業
と
の

タ
イ
ア
ッ
プ（
協
力
）に
よ
る
農
業

作
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
府
内
で
99
人（
う
ち
女
性
８
人
）

が「
農
の
匠
」と
し
て
認
定
さ
れ
て

い
て
、
守
口
市
で
は
島
田
民
雄
さ

ん
、
田
中
明
美
さ
ん
の
２
人
が
活

躍
さ
れ
て
お
り
、
お
話
を
聞
き
ま

し
た
。

農
の
匠
に
な
ら
れ
た
経
緯
は

田
中
「
私
は
７
月
に
農
の
匠
に
任

命
さ
れ
ま
し
た
。
匠
と
は
本
当
に

プ
ラ
イ
ド
を
持
っ
て
作
れ
る
野

菜
、
ひ
と
つ
の
も
の
に
対
し
て
優

れ
て
い
る
、
強
く
力
を
入
れ
て
い

る
人
た
ち
が
認
定
さ
れ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
府
内
で
は
99
人
い
ま

す
が
、
そ
の
内
女
性
は
８
人
い
ま

す
。
そ
の
女
性
も
土
を
い
じ
っ
て

何
か
作
物
を
作
る
だ
け
で
は
な

く
、
父
が
も
と
も
と
作
っ
て
い
た

も
の
を
加
工（
梅
な
ら
梅
干
し
に
、

苺い
ち
ごな

ら
ジ
ャ
ム
に
す
る
な
ど
）す

る
人
が
多
か
っ
た
で
す
ね
。
私
も

初
め
は
農
業
に
全
く
携
わ
っ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
父
が
作
る
も

の
で
”何
か
人
に
負
け
な
い
も
の

を
“と
、
加
工
作
業
で
梅
を
漬
け

て
赤
ジ
ソ
も
自
分
で
栽
培
し
、
添

加
物
な
し
の
梅
干
し
を
漬
け
て
き

ま
し
た
。
父
も
、
も
の
づ
く
り
の

賞
を
も
ら
っ
て
い
て
そ
の
そ
ば
で

長
年
い
た
の
で
、
つ
く
り
も
の
に

は
負
け
ま
せ
ん
。
年
に
一
度
懇
親

会
が
あ
り
、
名
簿
に
得
意
な
品
目

が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
お

互
い
に
そ
れ
を
紹
介
し
た
り
、
勉

強
し
て
い
ま
す
」

何
か
市
民
に
向
け
て
の
講
習
会
は

考
え
て
い
ま
す
か
。
例
え
ば
、
栽

培
し
て
い
る
梅
を
実
際
に
漬
け
る

体
験
や
自
然
の
中
で
作
っ
て
い
く

 

こ
と
を
教
え
る
機
会
な
ど

田
中
「
需
要
次
第
で
す
ね
。
年
配

の
人
も
蜂
蜜
入
り
な
ど
近
代
的
な

も
の
を
知
っ
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、
重
要
度
が
あ
ま
り
な
い
の
か

な
と
感
じ
ま
す
。
と
き
ど
き
、
行

楽
で
ハ
イ
キ
ン
グ
す
る
際
に
買
っ

て
い
っ
て
く
れ
ま
す
が
、
う
ち
は

蜂
蜜
入
り
し
か
い
ら
な
い
と
言
う

人
も
い
ま
す
。
な
の
で
普
及
す
る

の
も
い
い
で
す
が
、
な
か
な
か
難

し
い
で
す
ね
。
Ｊ
Ａ
で
も
女
性
会

で
ぬ
か
床
づ
く
り
が
あ
り
、
た
く

さ
ん
人
が
来
ら
れ
ま
す
。
か
と

言
っ
て
シ
ー
ズ
ン
で
体
験
さ
れ
る

人
は
と
て
も
少
な
い
で
す
よ
。
今

で
は
ど
こ
に
行
っ
て
も
す
ぐ
に
手

に
入
る
の
で
悲
し
い
で
す
ね
。
ま

た
大
き
な
梅
と
小
梅
と
で
は
違
い

ま
す
ね
。
大
き
な
梅
は
水
分
が
多

く
色
も
す
ご
い
で
す
が
、”大
き
な

梅
は
割
っ
て
お
に
ぎ
り
に
入
れ
な

い
と
い
け
な
い
が
、
小
梅
は
そ
の

ま
ま
で
い
い
の
で
欲
し
い
“と
い

う
人
も
い
ま
す
。
手
間
は
か
か
る

が
甘
み
も
あ
っ
て
料
理
に
も
使
え

る
の
も
魅
力
で
す
。
こ
う
い
っ
た

特
徴
を
ま
だ
皆
さ
ん
知
ら
な
い
で

す
ね
」

農
の
匠
と
し
て

こ
れ
か
ら
の
活
動
に
つ
い
て
は

 

何
か
考
え
て
い
ま
す
か

田
中
「
こ
れ
か
ら
は
野
菜
を
持
っ

て
帰
る
だ
け
で
は
な
く
、
借
り
た

調
理
室
な
ど
を
利
用
し
て
も
ら

い
、
採
り
た
て
を
食
べ
て
も
ら
え

る
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
き
た
い

で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
収
穫
の

楽
し
み
も
増
え
る
し
、
農
業
も
発

展
し
て
い
け
ば
と
て
も
い
い
な
と

考
え
て
い
ま
す
」

他
に
は
ど
の
よ
う
な
活
動
を

 

さ
れ
て
い
ま
す
か

島
田
「
農
業
委
員
会
が
、
食
育
活

動
と
し
て
市
民
の
皆
さ
ん
を
募
っ

て
農
業
体
験
を
し
よ
う
と
企
画
し

て
い
ま
す
。
ま
た
北
河
内
７
市
が

集
ま
り
、
11
月
29
日
に
農
業
の
啓

発
事
業
で
市
役
所
の
大
会
議
室
に

て
守
口
大
根
の
講
演
会
を
し
ま

す
。”も
り
吉
“も
、
守
口
大
根
の

襟
巻
き
を
し
て
い
ま
す
し
、
周
知

さ
れ
る
こ
と
を
願
い
ま
す
ね
。
守

口
大
根
は
奈
良
漬
か
ぬ
か
漬
け
で

作
る
の
が
一
般
的
で
す
。
浅
漬
け

も
で
き
ま
す
け
ど
ね
。
大
根
お
ろ

し
や
、
お
で
ん
で
は
食
べ
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
昔
と
比
べ
て
今

の
守
口
大
根
は
繊
維
質
が
少
な
く

な
っ
て
い
ま
す
ね
。
た
だ
、
栽
培

か
ら
収
穫
が
冬
の
時
期
に
な
り
ま

す
の
で
、
な
か
な
か
料
理
の
種
類

を
作
る
と
し
て
も
難
し
い
で
す
」

農
の
匠
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
守
口

市
の
農
業
を
ど
う
発
展
さ
せ
て

 

い
き
た
い
で
し
ょ
う
か

島
田
「
守
口
大
根
を
小
学
校
の
児

童
と
一
緒
に
種
ま
き
か
ら
収
穫
ま

で
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
も
農
地
の

所
有
者
の
人
の
協
力
な
し
に
は
で

き
な
い
こ
と
で
す
。
農
業
を
こ
れ

か
ら
振
興
し
て
い
く
に
は
農
地
と

人
の
問
題
を
ど
う
に
か
し
な
い
と

い
け
ま
せ
ん
よ
ね
。
い
つ
ま
で

た
っ
て
も
高
齢
者
が
頑
張
ら
な
い

と
い
け
な
い
状
況
は
ど
う
か
と
思

い
ま
す
。
希
望
を
持
て
る
話
も
し

た
い
の
で
す
が
、
現
状
を
も
っ
と

知
っ
て
欲
し
い
で
す
ね
」

あ
っ
た
と
し
て
も
、
問
題
な
の
が

袋
路
な
ん
で
す
。
そ
の
農
地
に
行

く
ま
で
の
道
が
な
い
ん
で
す
。
貸

し
農
園
に
し
た
く
て
も
、
駐
車
場

も
作
れ
な
い
ん
で
す
。
維
持
し
や

す
い
農
地
を
行
政
に
も
考
え
て
い

た
だ
き
た
い
で
す
ね
。
そ
れ
は
守

口
市
だ
け
で
は
な
く
全
国
的
な
問

題
で
す
け
ど
ね
」

野
菜
作
り
で
大
変
な
こ
と
は

島
田
「
水
田
だ
と
半
年
で
お
米
が

で
き
る
の
で
す
が
、
野
菜（
畑
）は

365
日
い
つ
で
も
作
り
ま
す
の
で
、

休
む
暇
が
な
い
ん
で
す
。
家
族
旅

行
な
ん
か
も
行
け
な
い
で
す
ね
」

は
、
少
し
疎
い
ん
で
す
。
朝
市
会

に
入
っ
て
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
ね
。
農
の
匠
の
称
号
は

大
阪
府
だ
け
な
ん
で
す
。
京
都
府

や
奈
良
県
で
は〝
農
業
士
〞と
い
い

ま
す
。
都
道
府
県
に
よ
っ
て
名
前

が
変
わ
る
ん
で
す
」

都
市
部
で
の
農
業
は

 

難
し
い
の
で
し
ょ
う
か

島
田
「
最
近
で
は
直
売
所
な
ん
か

も
で
き
て
い
る
の
で
、
栽
培
し
た

農
作
物
を
持
ち
込
ん
で
売
れ
ま

す
。
生
活
に
張
り
が
出
て
、
生
き

が
い
に
も
な
っ
て
る
と
の
話
も
よ

く
聞
き
ま
す
」

都
市
部
の
遊
休
農
地
の
活
性
化
は

 

ど
う
な
の
で
し
ょ
う

島
田
「
守
口
市
内
で
の
遊
休
農
地

は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
仮
に

農
の
匠
に
な
ら
れ
た
経
緯
は

島
田
「
農
の
匠
に
な
っ
て
も
ら
い

た
い
と
言
わ
れ
、
18
年
前
に
匠
と

な
り
ま
し
た
。
守
口
市
の
第
１
号

な
ん
で
す
。
何
が
何
や
ら
分
ら
な

い
う
ち
に
な
り
ま
し
た
が
、
農
業

経
験
が
長
い
で
す
し
ね
。
祖
母
の

時
代
か
ら
特
殊
野
菜
を
栽
培
し
て

い
て
、
山さ
ん
し
ょ
う椒、
大
葉
、
芽
も
の
野

菜
の
”ほ
じ
そ
う（
赤
ジ
ソ
の
花
）“

お
造
り
の
横
に
付
い
て
い
る
も
の

で
す
ね
、
そ
れ
ら
を
作
っ
て
い
ま

す
。
昭
和
30
年
代
か
ら
、
芽
も
の

野
菜
を
八
雲
地
区
で
は
20
〜
30
軒

で
作
っ
て
い
ま
し
た
ね
。
祖
母
、

父
と
私
で
三
代
目
に
な
り
ま
す
。

芽
も
の
野
菜
な
ん
で
す
が
、
木
の

芽
な
ど
を
作
り
だ
し
ま
し
た
。
農

の
匠
で
は
農
業
の
こ
と
を
何
で
も

知
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
す

が
、
実
際
は
芽
も
の
野
菜
し
か
専

門
に
作
っ
て
な
い
ん
で
す
。
大
根

な
ど
の
一
般
的
な
野
菜
に
関
し
て

大
阪
府「
農
の
匠た
く
み」と

は

島田民雄さん

生産緑地地区八雲ATMコーナー駐車場にて

田中明美さん

守口大根の種まきを待つ庭窪圃
ほじょう
場


